
宗
教
に
お
け
る
鏡

日
本
の
鏡
を
事
例
と
し
て

井
　
手

直
　
人

は
じ
め
に

　
本
稿
は
、
臼
本
に
お
け
る
象
徴
と
し
て
の
鏡
の
宗
教
的
意
味
、
す
な
わ
ち
、

象
徴
と
し
て
の
鏡
の
意
味
を
通
し
て
あ
ら
わ
に
な
る
宗
教
的
世
界
及
び
宗
教
的

人
問
の
存
在
様
態
を
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
鏡
は
、
日
本
の
宗
教
現

象
に
お
い
て
は
、
多
様
な
意
味
付
け
を
担
っ
て
、
神
道
、
仏
教
、
民
間
信
仰
と

い
っ
た
様
々
な
宗
教
的
伝
統
の
う
ち
に
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
起
源

は
少
な
く
と
も
弥
生
時
代
一
紀
元
前
二
世
紀
末
頃
一
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
の
意
味
で
、
鏡
は
日
本
に
お
け
る
重
要
な
宗
教
的
象
徴
の
一
つ
で

あ
る
。
宗
教
現
象
に
お
け
る
象
徴
と
し
て
の
鏡
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
こ
れ
ま

で
主
と
し
て
考
古
学
、
歴
史
学
、
仏
教
学
、
神
道
学
と
い
っ
た
領
域
に
お
い
て

な
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
諸
領
域
に
お
け
る
考
察
は
、
鏡
の
、
個
々
の
歴

史
的
状
況
に
お
け
る
、
そ
の
時
、
そ
の
状
況
で
の
具
体
的
な
意
味
に
関
心
が
傾

い
て
お
り
、
統
合
的
視
点
に
た
っ
て
、
宗
教
的
な
脈
絡
の
中
に
あ
ら
わ
れ
る
鏡

が
何
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
、
鏡
の
普
遍
的
な
意
味
と

い
う
こ
と
が
、
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

こ
で
、
本
稿
で
は
宗
教
現
象
学
の
方
法
論
を
用
い
、
日
本
に
お
け
る
象
徴
と
し

て
の
鏡
の
普
遍
的
な
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

　
長
谷
正
當
に
よ
れ
ば
、
宗
教
現
象
学
の
方
法
論
に
関
し
て
は
、
相
互
補
完
的

な
関
係
に
あ
る
二
つ
の
側
面
が
あ
る
。
第
一
は
、
「
比
較
的
方
法
」
を
用
い
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
考
察
対
象
の
歴
史
的
な
あ
ら
わ
れ
の
背
後
に
あ
る
普
遍
的
な

構
造
や
意
味
を
把
握
す
る
形
態
学
的
な
側
面
で
あ
る
。
こ
の
構
造
や
意
味
は
、

宗
教
現
象
に
お
い
て
狙
わ
れ
て
い
る
志
向
的
対
象
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
考
察

対
象
は
、
歴
史
的
、
政
治
的
、
経
済
的
、
社
会
的
な
狙
い
と
も
結
び
つ
い
て
い

る
。
宗
教
現
象
学
が
把
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
何
よ
り
も
宗
教
的
な
構
造
と

意
味
で
あ
る
が
故
に
、
宗
教
現
象
に
固
有
な
狙
い
を
分
離
し
、
取
り
出
さ
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
作
業
を
行
う
の
が
形
態
学
的
側
面
で
あ
る
。
そ
し
て
第

二
は
、
こ
の
構
造
や
意
味
を
、
宗
教
的
主
体
と
の
繋
が
り
か
ら
問
う
解
釈
学
的

側
面
で
あ
る
。
形
態
学
的
考
察
に
お
い
て
取
り
出
さ
れ
た
構
造
や
意
味
が
、
た

ん
に
志
向
的
対
象
と
し
て
狙
わ
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま
る
と
き
、
そ

れ
は
宙
に
浮
い
て
い
る
。
何
故
な
ら
、
宗
教
現
象
に
お
い
て
は
、
そ
の
意
味
の

指
示
す
る
対
象
が
、
感
覚
的
対
象
で
は
な
い
が
故
に
隠
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
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る
。
し
た
が
っ
て
、
宗
教
現
象
に
お
い
て
狙
わ
れ
て
い
る
も
の
が
、
宗
教
的
主

体
の
志
向
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
↓

の
闘
題
を
担
う
の
が
、
解
釈
学
的
側
面
で
あ
る
。
勿
論
、
こ
の
二
側
面
は
明
確

に
区
別
さ
れ
得
る
も
の
で
は
な
く
、
各
々
が
相
互
に
浸
透
し
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
本
稿
で
は
、
便
宜
上
、
意
識
的
に
両
者
を
わ
け
つ
つ
、
考
察
を
進
め
る
こ

と
に
し
た
い
。

　
そ
こ
で
、
第
一
に
、
形
態
学
的
側
面
に
主
眼
を
お
い
て
、
多
様
な
歴
史
的
意

味
を
も
つ
鏡
の
諸
様
態
を
、
分
類
、
整
理
し
、
そ
の
よ
う
な
個
々
の
歴
史
的
意

味
の
背
後
に
一
貫
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
、
意
味
の
基
層
と
な
っ
て
い
る
も

の
、
す
な
わ
ち
、
象
徴
と
し
て
の
鏡
の
意
味
の
「
普
遍
的
基
層
」
を
取
り
出
す

こ
と
を
試
み
る
。
そ
し
て
第
二
に
、
解
釈
学
的
側
面
に
主
眼
を
お
い
て
、
こ
の

「
普
遍
的
墓
層
」
が
、
如
何
な
る
宗
教
的
世
界
及
び
宗
教
的
人
間
の
存
在
様
態

を
あ
ら
わ
に
す
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
一
　
鏡
の
簸
徴
的
憲
味
の
普
遍
的
墓
層

　
日
本
の
宗
教
現
象
に
お
け
る
鏡
の
位
置
づ
け
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
コ
ン
テ

キ
ス
ト
、
お
よ
び
そ
の
効
用
は
、
宗
教
現
象
に
お
け
る
鏡
の
時
間
的
、
空
間
的

な
分
布
範
囲
の
広
さ
と
比
例
す
る
か
の
よ
う
に
、
実
に
多
種
多
様
で
あ
る
。
こ

こ
で
、
先
行
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
整
理
し
つ
つ
簡
単

に
見
て
お
き
た
い
。

　
斉
藤
孝
に
よ
れ
ば
、
鏡
の
様
式
と
用
法
を
、
時
代
の
流
れ
と
対
応
さ
せ
な
が

ら
三
つ
の
時
期
に
分
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
期
・
漢
式

鏡
時
代
・
弥
生
－
古
墳
時
代
、
策
二
期
・
唐
式
鏡
時
代
・
奈
良
朝
時
代
と
そ
の

前
後
、
第
三
期
・
和
鏡
時
代
・
平
安
中
期
以
降
の
三
つ
で
あ
る
。
基
本
的
に
、

第
一
期
に
お
い
て
は
、
鏡
は
祭
政
一
致
社
会
に
お
け
る
族
長
達
の
祭
祀
権
及
び

支
配
権
の
シ
ン
ボ
ル
と
さ
れ
、
そ
れ
が
、
族
長
の
死
と
と
も
に
墓
に
副
葬
さ
れ

る
宝
器
と
な
り
、
第
二
期
に
お
い
て
は
、
鏡
は
絶
対
者
と
直
接
結
び
つ
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
寺
杜
に
奉
納
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
、
さ
ら
に
第
三
期
に
お
い
て

は
、
第
二
期
に
お
い
て
見
ら
れ
た
鏡
の
意
味
付
け
が
定
着
し
、
さ
ら
に
多
様
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
一

鏡
信
仰
が
生
ま
れ
る
、
と
い
う
分
類
で
あ
る
。
差
し
当
た
っ
て
こ
の
分
類
法
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
一

基
づ
き
な
が
ら
、
先
行
研
究
を
参
照
し
つ
つ
、
鏡
の
諸
様
態
を
整
理
す
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
4
一

以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
れ
る
。

第
一
期

第
二
期

第
三
期

・
太
陽
と
関
係
す
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
、
族
長
の
墓
に
副
葬
さ
れ
る
。

・
仏
教
と
の
関
連
に
お
い
て
、
舎
利
具
、
鎮
壇
具
と
し
て
鎮
魂
具

と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
荘
厳
具
と
し

て
仏
像
の
周
囲
に
配
さ
れ
一
縣
仏
一
、
仏
性
の
本
質
的
実
体
が

あ
ら
わ
れ
る
場
と
み
な
さ
れ
る
。

・
神
遺
と
の
関
連
に
お
い
て
、
天
照
大
神
の
御
霊
代
と
さ
れ
る
。

あ
る
い
は
、
弊
串
と
し
て
鎮
魂
儀
礼
に
用
い
ら
れ
る
。

・
鏡
が
月
と
関
係
の
あ
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
、
鏡
を
通
し
て
、
月

の
も
つ
不
死
性
を
得
よ
う
と
す
る
。

・
御
正
躰
、
あ
る
い
は
鏡
像
と
呼
ば
れ
る
鏡
一
鏡
面
に
仏
像
が
み

つ
け
ら
れ
た
鏡
一
が
寺
社
に
奉
納
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
、

死
者
供
養
の
た
め
や
病
気
平
癒
の
祈
願
の
た
め
な
ど
様
々
で

あ
る
。

・
仏
教
に
お
い
て
、
経
塚
に
埋
納
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て

は
、
経
塚
が
つ
く
ら
れ
た
聖
地
の
産
土
神
の
力
に
頼
る
と
い
う

も
の
や
、
地
中
の
邪
気
や
悪
霊
か
ら
塚
を
守
護
す
る
と
い
う
こ

！2



と
が
考
え
れ
る
。

・
海
神
が
い
る
海
に
、
海
神
を
鎮
め
る
た
め
に
一
し
た
が
っ
て
、

海
が
荒
れ
る
の
を
鎮
め
る
た
め
に
一
奉
納
さ
れ
る
。

・
古
来
か
ら
の
霊
山
信
仰
に
お
い
て
、
神
的
存
在
が
宿
る
場
で
あ

る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
山
中
の
湖
、
沼
、
池
に
奉
納
さ
れ
る
。

そ
の
理
由
は
、
五
穀
豊
穣
祈
願
、
大
漁
祈
願
、
病
平
癒
祈
願
、

祈
雨
な
ど
様
々
で
あ
る
。

　
歴
史
的
推
移
に
あ
わ
せ
て
、
宗
教
現
象
に
お
け
る
鏡
の
位
置
づ
け
、
お
よ
び

鏡
が
も
つ
力
を
ま
と
め
る
と
以
上
の
よ
う
に
な
る
。
鏡
が
結
び
つ
い
て
い
る
対

象
は
様
々
で
あ
り
、
例
え
ば
、
太
陽
、
月
、
水
一
龍
、
蛇
一
、
諸
神
、
諸
仏
、

諸
霊
と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
。
鏡
が
も
つ
力
の
面
を
み
て
も
、
そ
の
諸
対
象
の

も
つ
性
質
に
し
た
が
っ
て
千
差
万
別
で
あ
り
、
豊
穣
一
豊
作
、
大
漁
、
雨
一
の

招
来
、
不
死
、
不
老
長
寿
の
獲
得
、
浄
化
、
鎮
魂
を
す
る
な
ど
と
い
っ
た
も
の

が
あ
る
。

　
従
来
の
諸
研
究
に
お
い
て
は
、
象
徴
と
し
て
の
鏡
の
意
味
は
、
鏡
が
結
び
つ

く
諸
対
象
の
も
つ
性
質
と
同
義
で
あ
り
、
従
っ
て
、
一
貫
し
た
統
一
的
な
も
の

で
は
な
く
、
網
羅
的
で
は
あ
る
が
、
並
列
的
な
意
味
を
列
挙
す
る
に
と
ど
ま
る

き
ら
い
が
あ
っ
た
。
確
か
に
、
そ
れ
は
当
然
の
結
果
で
は
あ
る
。
こ
こ
で
、
一

つ
の
事
例
を
み
て
み
た
い
。

　
祈
雨
の
儀
礼
と
し
て
、
山
中
の
池
に
鏡
が
奉
納
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
吉
野

裕
子
は
、
こ
の
事
例
の
考
察
に
お
い
て
、
鏡
は
蛇
一
あ
る
い
は
蛇
の
目
一
の
象

徴
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
吉
野
に
よ
れ
ば
、
蛇
の
目
は
「
光
る
も
の
」
と
し
て

古
代
日
本
人
の
感
覚
に
訴
え
る
も
の
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
蛇
の
目
と
同
じ
く

円
形
を
し
て
お
り
、
光
輝
く
鏡
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
蛇
は

も
と
も
と
「
カ
カ
」
と
い
う
言
葉
に
由
来
し
、
「
鏡
一
カ
ガ
ミ
一
」
の
語
源
は
、

「
蛇
の
目
一
カ
カ
ノ
メ
一
」
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
こ
か
ら
池
や
沼
に
奉
納
さ
れ
る
鏡
の
意
味
を
以
下
の
よ
う
に
結
論
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
蛇
の
象
徴
で
あ
る
鏡
を
、
池
底
に
沈
め
る
と
い
う
こ

と
は
、
蛇
の
も
っ
と
も
好
む
水
に
、
蛇
を
返
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
ほ
ど

ま
で
に
し
て
蛇
の
意
を
迎
え
よ
う
と
す
る
、
そ
の
こ
と
が
祈
雨
の
祭
祀
、
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5
一

い
は
呪
術
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
場
合
、
鏡
が
雨
を
も
た
ら
す
力
が
あ
る
と
さ
れ
る
の
は
、
鏡
が
蛇
と
同

一
視
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
人
々
に
と
っ
て
、
鏡
が
意
味
を
も
っ
て
い
る

の
は
、
こ
の
場
合
で
は
、
鏡
が
蛇
の
聖
性
を
体
現
し
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
同
様
に
、
鏡
が
太
陽
と
結
び
つ
く
場
合
は
、
象
徴
と
し
て
の
鏡
の
意
味

は
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
と
し
て
の
太
陽
の
有
す
る
意
味
と
同
義
で
あ
り
、
月
と
結

び
っ
く
場
合
は
ヒ
ェ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
と
し
て
の
月
の
有
す
る
意
味
と
同
義
と
な

る
。
確
か
に
、
象
徴
に
は
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
の
代
理
を
な
す
と
い
う
面
が
存
す

る
。
エ
リ
ア
ー
デ
に
よ
れ
ば
、
象
徴
は
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
を
延
長
（
o
弩
q

奪
芽
＆
し
、
代
理
物
と
な
る
。
ま
た
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
ヒ
エ
ロ
フ
ァ

ニ
ー
化
の
過
程
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
自
身
が
ヒ

　
　
　
　
　
　
　
｛
6
）

エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
鏡
が
各
々
の
歴
史
状
況
に
お
け
る
具

体
的
な
宗
教
現
象
の
な
か
で
担
う
力
は
、
鏡
が
結
び
つ
く
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
と

し
て
の
諸
対
象
に
負
う
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
し
か
し
、
そ
れ
が
象
徴
と
し
て
の
鏡
の
意
味
の
全
て
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
し

た
場
合
、
鏡
の
聖
性
は
、
太
陽
や
月
と
い
っ
た
も
の
の
聖
の
様
態
の
申
へ
分
散

し
、
解
消
し
て
し
ま
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
個
々
の
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事
例
は
各
々
の
聖
の
様
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
宗
教
的
意

味
を
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
と
き
に
、

諸
々
の
多
様
な
事
例
に
一
貫
し
て
あ
ら
わ
れ
る
象
徴
と
し
て
の
鏡
そ
の
も
の
の

宗
教
性
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
に
は
な
ら
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
諸
々
の
儀
礼
的
行
為
に
お
い
て
鏡
が
用
い
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
必

要
性
と
言
う
べ
き
も
の
、
す
な
わ
ち
鏡
そ
の
も
の
の
象
徴
的
意
味
が
見
落
と
さ

れ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
は
、
鏡
そ
の
も
の
の
聖
性

を
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
多
様
に
現
れ
、
諸
対
象
と
結
び

つ
く
鏡
と
い
う
象
徴
そ
れ
自
体
が
如
何
な
る
意
味
を
も
つ
か
、
そ
れ
は
何
を
あ

ら
わ
し
、
何
を
示
そ
う
と
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
太
陽
や
月
や
水
と
い
っ
た
も
の
の
聖
性
だ
け
で
は
な
く
、
鏡
そ
の
も
の

の
聖
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
象
徴
と
し
て
の
鏡
の
普
遍
的
意
味
を

理
解
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
鏡
が
も
つ
力
と
い
う
側
面
で
は
な
く
一
何
故
な
ら
、
鏡
が
も
つ
具

体
的
な
力
は
、
鏡
と
結
び
つ
く
諸
対
象
の
性
質
に
帰
結
す
る
か
ら
一
、
鏡
と
そ

れ
が
結
び
つ
く
諸
対
象
の
関
係
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
そ
こ
に
、
一
つ
の
特

質
が
見
て
と
れ
る
。
そ
れ
は
、
鏡
と
結
び
つ
い
て
い
る
諸
対
象
が
、
た
ん
な
る

白
然
的
存
在
で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
が
宗
教
的
象
徴
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
各
々
の
諸
対
象
は
、
本
来
そ
れ
自
身
で
象
徴
と
し
て
の
意
味
を
開
示
し
得

る
。
概
し
て
、
宗
教
的
象
徴
は
、
聖
な
る
も
の
H
象
徴
一
自
然
的
事
物
一
－
人

間
と
い
う
よ
う
に
、
聖
な
る
も
の
と
人
問
と
の
間
に
あ
っ
て
両
者
の
媒
介
を
な

す
も
の
で
あ
る
と
言
い
得
る
が
、
鏡
は
、
「
聖
な
る
も
の
と
人
間
と
の
媒
介
」
を

な
す
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
媒
体
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
宗
教
的
象

徴
と
人
間
と
の
媒
介
」
を
な
す
象
徴
な
の
で
あ
る
。
鏡
は
、
聖
な
る
も
の
1
－
象

徴
一
自
然
的
事
物
一
－
鏡
－
人
間
と
い
う
よ
う
に
、
言
わ
ば
聖
な
る
も
の
と
人

問
の
間
を
二
重
に
媒
介
す
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
何
故
そ
の
よ
う
な
二
重
の
媒
介
が
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
何
故
、

そ
れ
自
体
が
宗
教
的
象
徴
で
あ
る
も
の
に
、
さ
ら
に
別
の
象
徴
を
も
っ
て
接
近

す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
示
唆
を
、
先
行
研

究
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
先
の
鏡
の
諸
様
態
の
分
類
の
第
二

期
に
お
い
て
み
ら
れ
た
、
仏
教
に
お
け
る
荘
厳
具
と
し
て
の
鏡
、
あ
る
い
は
懸

仏
一
仏
像
に
対
し
て
懸
け
ら
れ
た
鏡
）
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
。
一
般
に
荘

厳
具
と
は
、
仏
像
の
周
囲
に
配
置
さ
れ
、
仏
堂
を
荘
厳
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
斉
藤
に
よ
れ
ば
、
荘
厳
具
と
し
て
の
鏡
は
、
単
な
る
装
飾
の

た
め
に
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
仏
像
の
周
囲
に
置
か
れ
る
鏡
、
す
な
わ
ち

仏
に
懸
け
ら
れ
る
鏡
は
、
事
物
と
し
て
の
仏
像
を
応
身
と
観
る
の
に
対
し
、
仏
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性
の
本
質
的
実
態
で
あ
る
報
身
を
う
つ
す
と
い
う
役
割
を
も
つ
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
も
と
も
と
仏
像
は
仏
、
仏
性
の
象
徴
で
あ
っ
て
、
仏
像
を
崇

拝
す
る
と
い
う
こ
と
は
仏
像
と
い
う
事
物
を
崇
拝
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
仏
を

崇
拝
す
る
こ
と
で
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
例
で

は
、
仏
像
は
あ
く
ま
で
事
物
で
あ
り
、
鏡
に
う
つ
る
も
の
こ
そ
が
仏
性
の
実
態

な
の
で
あ
る
。

　
加
え
て
斉
藤
は
、
西
大
寺
一
奈
良
市
一
の
薬
師
金
堂
、
弥
勒
金
堂
、
十
一
面

堂
に
奉
納
さ
れ
た
鏡
に
関
し
て
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ

は
、
「
ま
ず
、
『
西
大
寺
資
材
流
記
帳
』
を
精
読
す
る
と
、
こ
の
諸
仏
を
飾
る
鏡

が
、
西
大
寺
諸
仏
の
す
べ
て
の
仏
像
に
対
し
て
均
等
に
分
け
て
懸
け
ら
れ
た
の

で
は
な
く
、
む
し
ろ
本
尊
仏
の
み
な
の
で
あ
る
。
・
・
す
な
わ
ち
西
大
寺
の
場

合
、
鏡
が
特
定
の
教
典
諸
説
に
も
と
づ
い
て
特
定
の
仏
に
捧
げ
ら
れ
た
の
で
は

M



な
く
、
逆
に
、
鏡
の
対
象
は
何
仏
で
も
指
し
支
え
な
い
か
わ
り
、
重
要
な
こ
と

は
、
そ
れ
が
本
尊
仏
で
あ
る
か
否
か
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も

本
尊
と
い
え
ば
、
も
と
よ
り
そ
の
堂
の
信
仰
の
中
心
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
周
囲

に
あ
る
鏡
は
、
常
に
本
尊
と
共
に
拝
者
に
よ
っ
て
強
く
意
識
さ
れ
、
礼
拝
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
＾
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る
べ
き
位
置
に
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
二
点
、
二
一
本
来
宗
教
的
象
徴
で
あ
る
も
の
は
、
鏡
に
う
つ
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
象
徴
的
性
質
を
発
現
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
、
一
二
一

従
っ
て
、
鏡
は
限
定
さ
れ
た
あ
る
特
定
の
対
象
と
結
び
つ
く
の
で
は
な
く
、
原

理
的
に
あ
ら
ゆ
る
対
象
と
結
合
し
得
る
と
い
う
こ
と
を
、
先
に
ま
と
め
た
事
例

全
体
に
当
て
は
め
て
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き

る
。
鏡
が
結
び
つ
く
諸
対
象
は
、
本
来
、
た
ん
な
る
自
然
的
存
在
で
は
な
く
象

徴
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
鏡
を
媒
介
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の

象
徴
的
存
在
が
、
鏡
を
通
し
て
初
め
て
具
体
的
な
力
を
発
現
さ
せ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
ま
た
、
鏡
の
本
来
的
な
性
質
が
象
徴
の
力
を
発
現
さ
せ
る
と
い
う

こ
と
に
あ
る
が
故
に
、
鏡
は
様
々
な
宗
教
現
象
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
、
様
々
な

対
象
と
結
び
つ
き
、
様
々
な
力
を
も
ち
得
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
鏡
は
た
ん

に
そ
れ
が
結
び
つ
く
諸
々
の
象
徴
と
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
象
徴
と
見

な
さ
れ
る
の
で
は
な
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
象
徴
と
し
て
の
鏡
の
普
遍
的

意
味
は
、
実
は
「
う
つ
す
」
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
鏡
の
象
徴
の
具
体
的
な
意
昧
が
、
結
果
的
に
鏡
に
結
び
つ
く

諸
対
象
の
「
聖
性
」
と
融
合
し
、
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ

は
、
鏡
が
「
う
つ
す
」
と
い
う
性
質
を
有
す
る
象
徴
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ

る
。
象
徴
と
し
て
の
鏡
の
意
味
は
根
本
的
に
は
「
う
つ
す
」
こ
と
で
あ
り
、
こ

れ
が
鏡
の
普
遍
的
意
味
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
鏡
は
聖
な
る
も
の
を
う
つ

す
」
と
い
う
「
普
遍
的
基
層
」
が
こ
こ
に
把
握
さ
れ
た
と
言
え
る
。

　
こ
う
し
て
我
々
は
、
「
う
つ
す
」
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
鏡
の
諸
様
態
を

統
合
的
に
把
握
す
る
端
緒
を
得
た
。
先
に
見
て
き
た
鏡
の
諸
様
態
が
、
と
も
す

れ
ば
並
列
的
で
、
一
貫
性
を
も
ち
得
な
か
っ
た
の
は
、
「
う
つ
す
」
と
い
う
事

態
そ
の
も
の
が
象
徴
的
な
事
柄
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
見
落
と
し
て
い
た
か
ら

に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
こ
に
、
鏡
が
結
び
つ
く
諸
対
象
が
も
つ
諸
々
の
意

味
に
還
元
し
て
し
ま
え
な
い
、
鏡
独
自
の
意
味
世
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言

え
る
。
我
々
は
、
「
う
つ
す
」
と
い
う
こ
と
が
象
徴
的
な
出
来
事
で
あ
る
と
捉

え
た
場
合
、
そ
こ
に
、
鏡
と
結
び
つ
く
他
の
諸
々
の
象
徴
の
意
味
と
簡
単
に
同

一
視
し
て
し
ま
え
な
い
、
象
徴
と
し
て
の
鏡
の
独
自
性
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
聞
題
は
、
鏡
に
お
け
る
「
う
っ
す
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

二
　
象
徴
的
事
態
と
し
て
の
「
う
つ
す
」
こ
と
の
意
味

　
象
徴
と
し
て
の
鏡
に
お
け
る
「
普
遍
的
基
層
」
と
し
て
「
鏡
は
聖
な
る
も
の

を
う
つ
す
」
と
い
う
こ
と
が
取
り
出
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
で
は
意

味
が
不
明
で
あ
る
。
こ
の
表
現
は
、
鏡
の
、
あ
る
い
は
う
つ
す
と
い
う
こ
と
の

通
常
の
字
義
的
な
意
味
で
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
、
通

常
、
鏡
に
う
つ
る
も
の
は
具
体
的
な
実
体
の
映
像
で
あ
っ
て
、
目
に
見
え
な
い
聖

な
る
も
の
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
象
徴
と
し
て
の
鏡
の
意
味

の
理
解
と
い
う
作
業
を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
理
解
不
能
な

意
味
を
新
た
な
視
点
の
下
で
救
出
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
鏡

は
聖
な
る
も
の
を
う
つ
す
」
と
い
う
こ
と
が
指
示
す
る
次
元
を
獲
得
す
る
こ
と

を
通
し
て
、
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
る
宗
教
的
世
界
及
び
宗
教
的
人
間
の
独
特
な
存
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在
様
態
を
見
出
す
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
宗
教
現
象
学
に
お
け
る
解

釈
学
的
側
面
に
お
い
て
主
題
化
さ
れ
る
間
題
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
先
に
事
例
の
考
察
を
眺
め
つ
つ
、
「
う
つ
す
」
と
い
う
象
徴
的
事

態
に
着
目
し
て
、
鏡
の
意
味
を
考
え
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
以
下
の
三
つ
の
要

素
が
あ
る
と
言
え
る
。

一
こ
　
　
二
璽
世
界
の
境
界
と
し
て
の
鏡

　
本
来
宗
教
的
象
徴
で
あ
る
も
の
が
、
鏡
に
「
う
つ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

の
象
徴
性
を
発
現
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
鏡
が
白
然
的
事
物
と
聖
性
と
の
、

す
な
わ
ち
、
自
然
的
、
物
理
的
世
界
と
宗
教
的
世
界
と
の
境
界
と
な
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
世
界
は
、
鏡
を
境
界
と
し
て
二
重
化
す
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
先
ず
第
一
に
重
要
な
の
は
、
境
界
と
し
て
の
鏡
は
「
う
つ
す
」

こ
と
に
よ
っ
て
、
不
可
視
的
世
界
を
あ
ら
わ
に
せ
し
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
「
う
つ
す
」
と
い
う
こ
と
は
、
鏡
に
「
う
つ
さ
れ
る
」
も
の

の
二
重
性
を
発
現
さ
せ
る
「
契
機
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
先
に
、
そ
の
端
的
な

例
と
し
て
縣
仏
を
あ
げ
た
。
そ
も
そ
も
仏
像
自
体
が
象
徴
な
の
で
あ
る
が
、
人

間
は
自
ら
の
有
限
性
の
故
に
、
そ
れ
を
偶
像
に
転
落
さ
せ
て
し
ま
う
危
険
性
を

も
つ
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
鏡
は
、
と
も
す
れ
ば
見
失
わ
れ
て
し
ま
う
不
可
視
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的
世
界
を
「
う
つ
し
だ
す
」
境
界
で
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
〈
二
重
世
界
の
境

界
と
し
て
の
鏡
〉
の
特
性
は
、
鏡
が
関
係
す
る
全
て
の
宗
教
現
象
に
お
い
て

は
、
鏡
と
関
わ
っ
て
い
る
も
の
が
そ
れ
自
身
で
本
来
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
で
あ
る

と
い
う
こ
と
と
し
て
見
出
さ
れ
る
。

　
こ
の
鏡
の
「
う
つ
し
」
に
お
け
る
、
世
界
の
二
重
化
と
い
う
事
態
は
、
象
徴

の
構
造
そ
の
も
の
と
深
く
関
っ
て
い
る
。
通
常
、
人
間
は
言
語
的
世
界
に
生
き

て
い
る
と
言
い
得
る
が
、
象
徴
の
特
性
は
、
こ
の
言
語
的
世
界
を
破
る
と
こ
ろ

に
あ
る
。
こ
こ
で
、
人
間
の
経
験
作
用
の
在
り
方
を
少
し
み
て
み
た
い
。

　
我
々
の
経
験
世
界
の
根
底
に
あ
る
言
語
以
前
の
領
域
は
、
全
く
混
沌
と
し
た

無
秩
序
の
世
界
で
は
な
い
。
我
々
が
見
た
り
聞
い
た
り
す
る
事
物
や
音
は
、
そ

れ
自
身
何
の
意
味
も
な
い
、
全
く
混
沌
と
し
た
、
純
粋
に
物
理
的
な
物
質
や
音

の
集
合
や
連
続
で
は
な
い
。
我
々
の
経
験
に
お
け
る
根
源
的
世
界
は
、
直
接
に

無
媒
介
的
に
把
握
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
既
に
何
ら
か
の
類
型
に
よ
っ
て
分
節

さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
世
界
は
そ
の
顕
現
に
お
い
て
、
す
で
に
一
定
の
構

造
を
有
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
わ
れ
わ
れ
が
聴
い
て
い
る
の
は
初
め
か
ら

「
ド
ア
の
閉
ま
る
音
」
　
「
バ
イ
ク
の
爆
音
」
あ
る
い
は
「
得
体
の
し
れ
ぬ
音
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
m
）

と
し
て
一
募
一
解
釈
さ
れ
て
し
ま
っ
た
音
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
経
験
の
第

一
次
的
場
面
は
、
即
時
的
与
件
と
の
直
接
無
媒
介
的
接
触
で
は
な
く
、
す
で
に

或
る
も
の
が
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
一
定
の
意
味
解
釈
を
受
け
て
現
出
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
一
u
一

と
を
基
本
要
件
と
す
る
」
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
原
初
的
経
験
世
界
は
、
す
で

に
前
言
語
的
に
意
味
分
節
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
が
原
初
的
な
経
験
世

界
の
分
節
化
を
行
う
能
力
、
す
な
わ
ち
前
言
語
的
分
節
能
力
を
も
ち
得
な
い
と

し
た
ら
、
一
切
の
認
識
は
不
可
能
と
な
る
。

　
し
か
し
、
分
節
さ
れ
た
原
初
的
な
経
験
世
界
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
単
な
る
個

人
の
意
識
に
お
け
る
経
験
一
出
来
事
一
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
そ
れ
は
言
語
一
意

味
）
と
な
っ
て
表
現
さ
れ
、
伝
達
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
経
験
世
界
は
言

語
に
う
つ
し
か
え
ら
れ
、
一
こ
こ
で
は
じ
め
て
、
「
出
来
事
」
が
「
意
味
」
と

な
っ
て
表
出
す
る
一
、
他
者
と
の
間
で
相
互
に
伝
達
さ
れ
、
や
が
て
社
会
や
共

同
体
の
間
で
共
通
な
意
味
と
し
て
承
認
さ
れ
、
浸
透
す
る
に
至
る
。
こ
の
言
語

の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
「
言
語
の
習
得
と
は
、
そ
の
言
語
圏
の
文
化
的
価
値

蝸



体
系
、
即
ち
思
考
と
行
動
に
関
す
る
共
同
主
観
的
枠
組
み
の
受
容
に
他
な
ら
な

一
1
2
一い

」
。
そ
れ
は
「
日
堂
言
語
」
の
世
界
で
あ
り
、
通
常
我
々
が
生
き
、
そ
こ
に

お
い
て
世
界
と
自
己
と
を
理
解
し
て
い
る
よ
う
な
世
界
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ

の
隈
り
に
お
い
て
、
人
聞
は
決
し
て
言
語
の
地
平
を
完
全
に
脱
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
言
い
得
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
日
當
言
語
」
の
世
界
は
、
「
概
含
言

語
」
の
世
界
に
移
行
す
る
。
「
概
念
言
語
」
は
、
「
日
常
言
語
」
に
お
い
て
は
な

お
残
っ
て
い
る
意
味
の
共
示
性
を
排
除
す
る
こ
と
で
一
義
性
を
獲
得
し
て
お

り
、
な
お
か
つ
「
日
當
言
語
」
に
お
い
て
み
ら
れ
る
知
覚
世
界
と
の
直
接
的
関

係
を
離
れ
て
、
論
理
的
で
明
確
な
意
味
規
定
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
発
話
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
3
一

を
越
え
た
普
遍
性
と
客
観
性
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
そ
も
そ
も
原
初
の
類
型

一
前
言
語
的
意
味
分
節
一
の
意
味
は
、
固
定
さ
れ
た
一
義
的
な
も
の
で
は
な

く
、
人
に
よ
っ
て
、
ま
た
時
と
場
合
に
よ
っ
て
常
に
流
動
し
、
様
々
な
陰
影
を

発
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
原
初
的
経
験
は
、
常
に
現
在
的
で
あ
り
、

そ
の
都
度
、
新
し
く
世
界
に
開
か
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
原
初
的
経
験
の
全
て

が
言
語
化
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
経
験
の
全
体
を
そ
れ
自
体
と

し
て
言
語
化
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
言
語
が
伝
え
る
も
の
は
意
味
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
μ
一

あ
っ
て
、
出
来
事
そ
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
言
語
は
経
験
世
界
の
表
層

を
固
定
し
得
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
「
臼
當
言
語
」
と
な
っ
て
共

同
主
観
的
世
界
に
投
企
さ
れ
、
「
概
念
言
語
」
へ
至
る
過
程
に
お
い
て
、
さ
ら

に
一
義
的
、
客
観
的
な
も
の
に
固
定
さ
れ
て
い
く
。
そ
し
て
、
我
々
は
、
　
「
臼

常
言
語
」
の
世
界
、
お
よ
び
「
概
念
言
語
」
の
世
界
、
す
な
わ
ち
言
語
に
よ
っ

て
組
織
さ
れ
た
既
成
の
意
味
体
系
の
中
に
生
き
る
こ
と
で
、
原
初
的
世
界
と
の

接
触
を
失
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
象
徴
が
突
き
破
る
の
は
、
明
証
的
、
一
義
的

な
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
唯
一
、
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
構
成
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
内
に
我
々
が
不
可
避
的
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
「
日
常

言
語
」
及
び
「
概
念
言
語
」
の
世
界
観
、
す
な
わ
ち
、
「
日
常
言
語
」
や
「
概

念
言
語
」
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
固
定
さ
れ
、
一
義
化
さ
れ
た
意
味
の

体
系
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
隈
り
で
、
鏡
の
「
う
つ
し
」
の
意
味
は
、
一
義

的
、
表
層
的
な
一
言
語
的
世
界
を
破
っ
て
、
世
界
の
二
重
性
を
あ
ら
わ
に
す
る
と

い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
・
」
う
し
て
、
厳
密
に
は
、
象
徴
と
し
て
の
鏡
そ
の
も
の
の
意
味
は
、
諸
々
の

具
体
的
な
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
の
そ
れ
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
ヒ
エ
ロ
フ
ァ

ニ
ー
を
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
た
ら
し
め
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
境
界
と
し

て
不
可
視
的
世
界
を
現
成
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ

そ
、
鏡
は
太
陽
で
あ
り
、
同
時
に
月
で
も
あ
り
、
木
で
も
あ
り
、
水
で
も
あ
り

蛇
で
も
あ
り
、
諸
仏
で
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
構
造
的
に
見
る
な
ら
ば
、
ヒ

エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
を
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
と
し
て
「
う
つ
す
」
が
故
に
、
鏡
自
身
が

ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
化
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。
何
よ
り
も
、
鏡

の
意
義
は
「
う
つ
す
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
可
視
的
世
界
を
現
成
さ
せ
る
こ
と

に
あ
る
。一

二
一
　
映
像
へ
の
聖
性
の
転
移

　
鏡
に
う
つ
っ
た
像
は
、
た
ん
な
る
映
像
で
は
な
く
、
実
在
性
を
も
っ
て
い

る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
鏡
一
に
う
つ
っ
た
像
一
が
、
具
体
的
な
力
を
発
揮
す
る

の
で
あ
る
。
鏡
に
映
っ
た
像
が
実
在
性
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
は
聖

な
る
も
の
が
宿
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
例
え
ば
鏡
が
太
陽
や
月
と
同
一
視
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
鎮
魂
を
目
的
と
し

17　宗教における鏡 一日本の鏡を事例として一



て
、
海
神
や
産
土
神
、
あ
る
い
は
諸
仏
に
鏡
を
捧
げ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ

ら
の
聖
な
る
も
の
が
あ
ら
わ
れ
る
と
共
に
鏡
に
宿
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
聖

な
る
も
の
は
、
「
う
つ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
わ
ば
鏡
に
「
転
移
」
す
る
、

あ
る
い
は
自
ら
を
「
分
け
与
え
る
」
。
す
な
わ
ち
「
映
る
」
の
で
あ
る
。
そ
し

て
事
例
を
眺
め
た
と
き
、
こ
の
「
映
る
」
と
い
う
こ
と
に
は
、
空
間
的
「
映

し
」
と
時
間
的
「
映
し
」
と
い
う
二
つ
の
側
面
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘

　
　
　
一
1
5
一

さ
れ
得
る
。

陽
一
か
ら
こ
ち
ら
一
鏡
一
へ
と
い
う
方
向
性
を
も
つ
な
ら
ば
、
〈
世
界
へ
の
映

像
の
転
写
V
は
こ
ち
ら
か
ら
あ
ち
ら
へ
と
い
う
方
向
性
を
も
っ
て
い
る
。
た

だ
し
、
こ
の
場
合
の
可
視
的
対
象
は
、
す
で
に
た
ん
な
る
可
視
的
存
在
で
は
な

く
、
不
可
視
的
存
在
様
態
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
が
故
に
、
こ
ち
ら
か
ら
あ
ち
ら

へ
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
こ
ち
ら
（
鏡
一
か
ら
あ
ち
ら
（
可
視
的
対
象
一

の
さ
ら
に
あ
ち
ら
一
可
視
的
対
象
の
不
可
視
的
存
在
様
態
一
へ
と
い
う
方
向
性

で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

18

一
三
一
　
世
界
へ
の
映
像
の
転
写

　
鏡
は
「
う
つ
す
」
こ
と
に
よ
っ
て
可
視
的
世
界
と
不
可
視
的
世
界
の
境
界
と

な
り
、
そ
こ
に
不
可
視
的
な
る
も
の
を
転
移
さ
せ
る
、
す
な
わ
ち
「
映
す
」

が
、
さ
ら
に
、
そ
こ
に
生
れ
た
境
界
に
お
い
て
は
、
可
視
的
世
界
と
不
可
視

的
世
界
が
移
行
可
能
な
も
の
と
し
て
結
ば
れ
て
い
る
。
聖
な
る
も
の
と
し
て
見

な
さ
れ
る
の
は
、
鏡
に
う
つ
っ
た
像
だ
け
で
は
な
く
、
鏡
に
う
つ
さ
れ
て
い
る

実
体
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
鏡
が
宗
教
現
象
に
お
い
て
具

体
的
に
も
ち
得
る
力
は
、
何
よ
り
も
鏡
と
結
び
つ
く
対
象
が
も
つ
力
に
ほ
か
な

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
鏡
に
「
う
つ
さ
れ
た
」
可
視
的
対
象
は
、
鏡
に
「
う

つ
っ
た
」
時
点
で
、
鏡
に
「
映
っ
た
」
不
可
視
的
存
在
様
態
を
帯
び
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
鏡
の
「
う
つ
し
」
に
は
、
「
匂
い
が
う
つ
る
」
で
あ
る
と
か
「
風

邪
が
う
つ
る
」
と
い
っ
た
よ
う
な
表
現
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
移
行
と
い
う
意

味
、
言
わ
ば
、
「
転
写
」
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
鏡
の
「
う
つ
し
」

は
、
境
界
を
生
み
出
す
と
同
時
に
、
そ
の
境
界
を
踏
み
超
え
さ
せ
、
そ
れ
に

よ
っ
て
、
可
視
的
対
象
そ
の
も
の
が
不
可
視
的
存
在
様
態
を
帯
び
る
の
で
あ

る
。
〈
映
像
へ
の
聖
性
の
転
移
〉
が
、
言
わ
ば
、
あ
ち
ら
一
対
象
・
例
え
ば
太

　
こ
う
し
て
、
「
う
つ
す
」
と
い
う
性
質
を
も
っ
た
鏡
の
意
味
と
し
て
、
上
記

の
三
つ
の
要
素
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
三
つ
の
要
素

は
、
不
可
分
な
も
の
と
し
て
結
合
し
て
い
る
。
〈
二
重
世
界
の
境
界
と
し
て
の

鏡
〉
は
、
こ
れ
な
く
し
て
は
、
そ
も
そ
も
鏡
が
諸
々
の
宗
教
的
象
徴
と
結
び
つ

か
な
く
て
は
な
ら
な
い
必
然
性
を
も
た
な
い
が
故
に
、
も
っ
と
も
根
本
的
で
あ

る
と
言
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
鏡
に
あ
ら
わ
れ
た
聖
性
が
実
際
に
そ
の
力
を

発
揮
し
得
る
た
め
に
は
、
〈
映
像
へ
の
聖
性
の
転
移
V
と
く
世
界
へ
の
映
像
の

転
写
V
の
要
素
が
不
可
欠
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
後
者
二
つ
の
要
素
間
の
関
係

に
目
を
転
じ
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
循
環
的
関
係
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

鏡
に
諸
対
象
の
聖
性
が
宿
る
、
「
映
る
」
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
た
め
に
は
、

諸
対
象
は
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
で
あ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
一

方
、
諸
対
象
が
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
で
あ
る
た
め
に
は
、
鏡
に
「
映
っ
た
」
聖
性

が
諸
対
象
に
転
写
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
両
者
は

各
々
一
方
だ
け
で
は
存
立
し
得
な
い
要
素
で
あ
り
、
同
時
に
発
現
す
る
こ
と
を

相
互
に
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
両
者
の
要
素
は
、
そ
も
そ
も
の

発
現
の
源
を
〈
二
重
世
界
の
境
界
と
し
て
の
鏡
〉
の
性
質
に
負
う
て
い
る
。
鏡



の
「
う
つ
し
」
の
三
要
素
は
、
〈
二
重
世
界
の
境
界
と
し
て
の
鏡
v
を
土
台
と

し
な
が
ら
各
々
が
相
互
に
補
完
し
つ
つ
、
同
時
に
発
現
す
る
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
鏡
の
「
う
つ
し
」
の
象
徴
的
意
味
は
多
価
的
で
あ
り
、
し
か
も
同
時

性
を
有
す
る
三
つ
の
意
味
の
全
体
で
あ
る
と
言
え
る
。
鏡
は
、
こ
の
三
つ
の
側

面
を
も
つ
「
う
つ
す
」
と
い
う
象
徴
と
し
て
の
鏡
独
自
の
意
味
を
根
底
に
有

し
、
諸
々
の
象
徴
と
結
合
す
る
こ
と
で
、
多
様
な
意
味
を
も
ち
得
る
の
で
あ
る
。

む
す
び

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
鏡
は
、
自
然
や
事
物
と
い
っ
た
対
象
の
存
在
様
態

を
、
「
う
つ
す
」
こ
と
に
よ
っ
て
二
重
化
し
、
鏡
面
に
聖
な
る
も
の
と
し
て
の

対
象
を
宿
ら
せ
、
そ
こ
に
「
う
つ
っ
た
」
不
可
視
的
な
存
在
様
態
を
可
視
的
対

象
に
転
写
す
る
。
世
界
は
鏡
の
「
う
つ
し
」
に
よ
っ
て
二
重
化
さ
れ
、
聖
化
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
宗
教
的
人
聞
に
と
っ
て
、
そ
も
そ
も
世
界
が
本
質
的
に
象
徴

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
二
重
世
界
で
あ
る
の
な
ら
ぱ
、
鏡
と
は
、
　
「
う
つ
す
」

と
い
う
性
質
を
有
し
、
そ
こ
に
世
界
の
存
在
様
態
の
二
重
性
を
発
現
せ
し
め
る

が
故
に
、
宗
教
的
世
界
そ
の
も
の
の
象
徴
で
あ
る
と
言
い
得
る
の
で
あ
る
。

　
他
方
、
人
間
の
存
在
様
態
が
、
鏡
の
「
う
つ
し
」
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
世

界
の
聖
性
に
参
与
し
得
る
次
元
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
問
の
存
在
そ
の

も
の
も
ま
た
二
重
性
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

鏡
が
自
己
の
身
代
わ
り
と
し
て
池
や
沼
に
奉
納
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ

ち
、
鏡
が
自
己
の
魂
の
象
徴
と
見
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
存
在
そ

の
も
の
も
、
鏡
の
「
う
つ
し
」
に
お
い
て
二
重
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
二
重
化
さ
れ
、
鏡
に
「
う
つ
さ
れ
た
」
自
己
の
存
在
の

次
元
は
、
同
じ
く
鏡
に
「
う
つ
さ
れ
た
」
事
物
の
聖
性
と
作
用
し
あ
う
共
通
の

地
平
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
問
は
自
己
を
鏡
に
「
う
つ
す
」
こ
と
で
、
ま

た
、
鏡
に
「
う
つ
っ
た
」
聖
性
を
自
ら
が
帯
び
る
と
い
う
在
り
方
に
お
い
て
、

言
わ
ば
「
自
己
を
象
徴
化
す
る
」
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
世
界
と
人
間
の
存

在
様
態
は
共
通
の
次
元
を
有
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
が
鏡
の
「
う
つ

し
」
に
お
け
る
相
互
の
転
写
に
よ
っ
て
、
言
わ
ば
両
者
の
存
在
様
態
が
相
互
に

交
換
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
鏡
を
用
い
た
儀
礼
が
、
そ
れ
に
参
与
す

る
人
間
に
対
し
て
力
を
も
ち
得
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
鏡
は
、
「
う
つ

す
」
こ
と
に
お
い
て
聖
な
る
も
の
と
人
間
存
在
が
出
会
う
場
と
な
る
。

　
事
物
が
鏡
に
「
う
つ
さ
れ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
象
徴
と
な
る
と
い
う
こ
と
、

そ
う
し
た
象
徴
の
構
成
す
る
世
界
、
す
な
わ
ち
「
象
徴
的
世
界
」
に
お
い
て
人

間
存
在
が
自
ら
の
生
を
営
む
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
、
世
界
の
象
徴
性
を
自

ら
の
生
に
お
い
て
引
き
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
方
で
、
そ
う
し
た

「
象
徴
的
世
界
」
の
う
ち
で
営
ま
れ
て
い
る
自
ら
の
生
そ
の
も
の
を
象
徴
的
な

も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
、
人

間
自
ら
の
存
在
が
「
象
徴
的
世
界
」
と
同
じ
二
重
性
を
も
つ
「
象
徴
的
人
間
」

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
次
元
に
お
い
て
、
事
物
存
在
や

自
己
存
在
の
関
係
は
、
た
ん
な
る
主
体
と
客
体
と
い
う
；
兀
的
な
も
の
で
は
な

く
な
り
、
同
じ
二
重
世
界
の
二
重
性
の
う
ち
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
世
界
も
人
間
も
共
に
「
象
徴
的
存
在
」
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ

と
を
あ
ら
わ
に
す
る
の
が
、
鏡
の
「
う
つ
し
」
で
あ
る
。
鏡
は
「
う
つ
す
」
こ

と
に
よ
っ
て
、
世
界
と
人
間
の
存
在
の
二
重
性
を
あ
ら
わ
に
し
、
そ
こ
に
お
い

て
両
者
の
媒
介
の
場
と
な
る
。
世
界
と
人
間
は
共
に
二
重
の
存
在
構
造
を
も
つ

も
の
と
し
て
、
鏡
の
「
う
つ
し
」
に
収
敏
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
よ

う
に
、
鏡
は
宗
教
的
世
界
の
象
徴
で
あ
る
と
同
時
に
、
二
重
性
を
有
す
る
人
間
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の
存
在
様
態
そ
の
も
の
の
象
徴
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
鏡
は

「
う
つ
す
」
こ
と
に
お
い
て
、
世
界
と
人
間
の
存
在
に
お
け
る
二
重
性
の
境
界

で
も
あ
り
、
ま
た
、
世
界
と
人
間
と
の
間
の
境
界
で
も
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ

は
、
た
ん
な
る
境
界
で
あ
る
こ
と
に
止
ま
ら
ず
、
両
者
を
自
ら
の
「
う
つ
し
」

の
う
ち
に
収
鮫
さ
せ
、
存
在
様
態
を
相
互
に
交
換
さ
せ
る
開
か
れ
た
境
界
で
あ

る
。
こ
こ
に
、
鏡
が
様
々
な
儀
礼
に
お
い
て
多
様
に
用
い
ら
れ
る
理
由
が
あ

り
、
し
か
も
、
他
に
還
元
さ
れ
得
な
い
、
象
徴
と
し
て
の
鏡
独
自
の
意
味
が
あ

る
の
で
あ
る
。

一
－
一
長
谷
正
當
、
『
象
徴
と
想
像
力
』
、
創
文
杜
、
一
九
八
七
、
一
一
七
－
一

　
五
八
頁
。

一
2
一
斉
藤
孝
、
「
古
代
の
社
寺
信
仰
と
鏡
」
、
森
浩
一
編
、
『
日
本
古
代
文
化

　
の
探
求
・
鏡
』
、
杜
会
思
想
社
、
一
九
七
八
一
昭
和
五
三
年
一
。

一
3
）
参
照
し
た
主
な
先
行
研
究
に
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

　
森
浩
二
編
、
前
掲
書
。

　
青
木
豊
、
『
和
鏡
の
文
化
史
－
水
鏡
か
ら
魔
鏡
ま
で
－
』
、
刀
水
害
房
、
一

　
九
九
二
。

　
菅
谷
文
則
、
『
日
本
人
と
鏡
』
、
同
朋
舎
出
版
、
一
九
九
一
。

　
二
宮
正
彦
、
「
古
鏡
の
祭
祀
的
一
考
察
」
、
　
『
神
道
史
研
究
』
第
一
七
巻
、

　
第
五
号
、
神
道
史
学
会
、
一
九
六
九
。

　
吉
野
裕
子
、
『
蛇
－
日
本
の
蛇
信
仰
1
』
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
九
。

　
景
山
春
樹
、
「
御
正
体
と
曼
茶
羅
」
、
大
場
磐
雄
責
任
編
集
、
　
『
神
道
考

　
古
学
講
座
・
第
四
巷
・
歴
史
神
道
期
』
、
雄
山
閣
、
一
九
七
五
。

　
大
場
磐
雄
、
「
鏡
ヶ
池
」
、
大
場
磐
雄
責
任
編
集
、
『
神
道
考
古
学
講
座
・

　
第
五
巻
・
祭
祀
遺
跡
特
説
』
、
雄
山
閣
、
一
九
七
二
。

↑
一
日
本
で
発
見
さ
れ
た
最
古
の
鏡
は
、
多
紐
細
文
鏡
と
呼
ば
れ
る
銅
製
の

　
凹
面
鏡
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
弥
生
時
代
一
紀
元
前
二
世
紀
末
一
の
も
の

　
で
、
申
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
。
こ
の
鏡
は
、
墓
に
埋
納
さ
れ
て
い
た
こ

　
と
か
ら
、
死
者
儀
礼
と
関
わ
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
詳

　
細
は
明
ら
か
で
な
い
。
こ
れ
以
前
に
、
日
本
に
鏡
が
あ
つ
た
か
ど
う
か

　
　
一
鋼
製
で
な
く
と
も
、
石
を
磨
い
た
も
の
や
土
器
な
ど
に
水
を
入
れ
て
水

　
鏡
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
が
存
在
し
た
か
ど
う
か
）
と
い
う
こ
と
に
つ

　
い
て
は
、
資
料
的
に
不
明
で
あ
る
。
鏡
に
つ
い
て
の
文
献
資
料
と
し
て

　
は
、
『
古
事
記
』
に
お
け
る
記
事
が
最
も
古
く
、
そ
こ
で
は
明
ら
か
に
儀

　
礼
の
な
か
で
鏡
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
わ
か
る
記
事
が
あ
る
。
そ
こ
で

　
は
、
鏡
は
、
神
の
出
現
に
際
し
て
捧
げ
ら
れ
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ

　
る
。
も
と
よ
り
、
全
て
の
鏡
が
宗
教
的
鏡
で
あ
る
と
は
隈
ら
な
い
で
あ
ろ

　
う
が
、
考
古
学
的
、
歴
史
的
資
料
に
よ
る
限
り
、
日
本
に
お
い
て
は
、
鏡

　
は
、
そ
の
出
現
の
当
初
は
宗
教
的
な
意
味
あ
い
が
強
い
も
の
で
あ
っ
た
と

　
推
測
さ
れ
る
。

一
5
一
吉
野
、
前
掲
書
、
九
四
－
九
五
頁
。

一
6
一
曇
S
9
雲
邑
Ω
㌔
費
Ω
；
二
箏
o
◎
8
潟
曇
ぎ
①
箒
ば
①
・
一
◎
デ
募
舅
薫
＆
昌

　
声
穿
需
戸
O
O
冨
＆
§
α
峯
彗
α
一
ご
◎
己
O
P
＄
8
一
（
δ
畠
）
も
℃
し
ま
山
凄
．

一
7
一
斉
藤
は
、
事
物
と
し
て
の
仏
像
H
応
身
、
仏
性
と
し
て
の
鏡
像
H
報
身

　
と
い
う
対
応
関
係
の
根
拠
を
、
『
大
安
寺
縁
起
』
の
「
…
宜
し
く
大
鏡
を

　
以
っ
て
仏
前
に
懸
け
、
其
の
映
像
を
拝
す
べ
し
。
…
其
の
形
を
見
れ
ば
応

　
身
の
躰
也
。
其
の
影
を
窺
え
ば
化
身
の
相
也
。
其
の
空
な
る
を
観
ず
る
は

20



　
法
身
の
理
也
。
…
」
と
い
う
記
述
に
見
出
し
て
い
る
。
前
掲
書
二
九
七

　
頁
。

一
8
一
斉
藤
、
前
掲
論
文
、
二
九
九
－
三
〇
〇
頁
。

一
9
一
鏡
が
も
つ
境
界
と
し
て
の
性
質
は
、
鏡
の
語
源
に
も
含
ま
れ
て
い
る
。

　
　
「
鏡
」
と
い
う
漢
字
の
原
字
は
「
寛
」
で
あ
り
、
語
意
は
時
間
や
状
態
の

　
終
わ
り
、
空
間
に
お
け
る
境
界
、
境
目
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に
鏡
の
材
料

　
が
鋼
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
金
偏
が
つ
い
て
「
鏡
」
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
。

　
ま
た
、
「
か
が
み
」
と
い
う
言
葉
の
も
と
も
と
の
発
生
は
「
影
見
」
か
ら

　
と
も
「
赫
見
」
か
ら
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
「
赫
」
は
激
し
く
光
輝
く
様

　
を
表
す
。
「
影
」
は
文
字
ど
お
り
の
影
の
こ
と
で
あ
る
が
、
一
方
で
は
光

　
の
こ
と
を
意
味
す
る
場
合
が
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
人
目
に
あ
ら
わ
に
な
ら

　
な
い
と
こ
ろ
、
密
か
な
と
こ
ろ
、
実
体
が
な
い
の
に
目
の
前
に
浮
か
ん
で

　
い
る
姿
、
助
け
、
庇
護
、
恩
恵
と
い
っ
た
多
様
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

　
　
「
赫
」
や
「
影
」
が
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
さ

　
ら
に
つ
き
つ
め
て
み
る
こ
と
が
必
要
で
は
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
「
影
」

　
を
う
つ
し
だ
す
鏡
は
、
不
可
視
の
も
の
を
可
視
の
領
域
に
現
成
さ
せ
る
境

　
界
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
青
木
、
前
掲
書
、
二
頁
。
小
南
一
郎
、
「
鏡
を
め
ぐ
る
伝
承
－
中
国
の
場

　
合
1
」
、
森
浩
一
編
、
前
掲
書
、
二
二
一
頁
。
中
村
幸
彦
・
岡
見
正
雄
・

　
阪
倉
篤
義
編
、
『
角
川
　
古
語
大
事
典
　
第
一
巻
』
、
角
川
書
店
、
一
九
八

　
二
。
大
槻
文
彦
、
『
新
訂
　
大
言
海
』
、
冨
山
書
房
、
一
九
七
六
一
一
九
五
六
一
。

　
　
『
大
字
源
』
、
角
川
書
店
、
一
九
九
二
。
白
川
静
、
『
字
通
』
、
平
凡
社
、

　
一
九
九
六
。

一
1
0
）
古
東
哲
明
、
「
非
言
語
と
言
語
」
、
　
『
新
・
岩
波
講
座
二
　
哲
学
　
－
経

　
験
　
言
語
　
認
識
1
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
、
一
八
三
頁
。

一
旦
前
掲
書
、
一
八
三
頁
。

一
2
棚
次
正
和
、
　
「
宗
教
言
語
に
関
す
る
一
考
察
」
、
　
『
宗
教
の
こ
と
ば

　
1
宗
教
思
想
研
究
の
新
し
い
地
平
1
』
、
鶴
岡
賀
雄
・
島
園
進
編
、
大
明

　
堂
、
一
九
九
三
、
二
一
頁
。

一
ほ
一
　
「
日
常
言
語
」
、
「
概
念
言
語
」
と
い
う
言
葉
と
そ
の
概
念
は
、
前
掲
論

　
文
に
お
け
る
説
明
を
援
用
し
た
。
前
掲
論
文
、
二
一
－
二
五
頁
参
照
。

一
1
4
一
リ
ク
ー
ル
は
、
「
全
て
の
言
述
が
出
来
事
と
し
て
実
現
さ
れ
る
な
ら

　
ば
、
全
て
の
言
述
は
意
味
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
」
生
言
う
。
蟹
三

　
雲
8
員
婁
o
｛
曇
筆
o
目
掌
8
｛
宴
ω
o
ε
罵
弩
賢
ぎ
旨
｛
募
9
竃
⑰
豊
－

　
ぎ
⑰
q
一
弓
婁
豊
O
サ
ま
麦
箏
C
箏
一
＜
①
易
ξ
写
9
ω
㌔
◎
饒
毫
O
ス
フ
一
6
ま
ら
」
ド

一
1
5
一
空
間
的
「
映
し
」
と
し
て
は
、
太
陽
や
月
と
い
っ
た
地
上
と
空
間
的
距

　
離
の
あ
る
も
の
が
鏡
に
宿
る
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
、
病
気
平
癒
を
祈

　
願
す
る
信
仰
者
が
、
自
ら
を
う
つ
し
た
鏡
を
行
者
に
託
し
て
、
遠
方
の
聖

　
地
に
運
ん
で
も
ら
い
、
そ
の
効
力
を
得
よ
う
と
す
る
と
い
っ
た
例
が
あ

　
る
。
ま
た
、
時
間
的
「
映
し
」
と
し
て
は
、
『
更
級
日
記
』
に
あ
る
よ
う

　
に
、
鏡
を
寺
に
奉
納
し
た
奉
納
者
の
未
来
と
い
う
、
時
間
的
に
隔
た
っ
た

　
も
の
が
う
つ
し
だ
さ
れ
る
と
い
っ
た
例
が
あ
る
。

　
一
い
で
・
な
お
と
　
筑
波
大
学
大
学
院
博
土
課
程
哲
学
・
思
想
研
究
科
）
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